
〈
特
集
「
東
西
の
知
」
３
〉

中

国

思

想

に

お

け

る

「
知
」

―
―
朱
子
の
致
知
格
物
論
を
手
が
か
り
に
し
て
―
―

広
汎
に
し
て
多
様
多
彩
な
る
中

国
思
想
の
全
体
の
流
れ
の
中
か
ら
「

知
」

の
問

題
を
網
羅
し
て
述

べ
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
紙
数
の
都
合
も
あ
り
、
不

可
能

で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
が
求
め
ら
れ
て
い

る
と
も
思
わ
れ
な
い
。
そ
こ
で
、

小

論
で
は
、
中

国
宋
代
に
興
っ
た
新
儒
学
、
と
く
に
朱
子
に
お
け

る
「

致
知

格
物

」
の
論
を
中
心
と
し
、
あ
る
い
は
そ
れ

を
手

が
か
り
に
し
て
「

知
」
の

問
題

を
論
じ
て
み
た
い
。
し
た
が
っ
て

、
そ
れ
は
儒
学
の
系
譜
に
属
す
る
も

の
で

、
他
の
老
荘
思
想

や
中
国

仏
教

に
お
け
る
「

知
」
に
つ
い
て
は
触
れ
な

い
こ

と
と
す

る
。

儒
学

の
開
祖

た
る
孔
子

の
言
行
等

を
録

し
た
『
論
語
』

の
中

に
も
、
す
で

に
し
ば
し

ば
「

知
」
は
論
及
せ
ら
れ
て

お
り

、

そ

の
意
味
で

も
、

儒

学

は

「
知

」
の
問
題

を
そ
の
学
的
対

象
の
主
要
な

る
も
の
と
考
え
て

い
た
こ
と

を

窺
う
こ

と
が
で

き
る
。
因
み

に
『
論
語
』
で
「

知
」
に
言
及

さ
れ
て
い

る
箇

所
は
十
数
箇
所
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
知
る
」
と
い
う
西
欧
的
な
認
識
論
や
知

高
　

橋

進

識
学
の
対

象
と
な
る
機
能
的
論
議
よ
り

も
、「

知
者
」

つ
ま
り
「
知

を

体

得

し
た
人

」
　「

も
の
の
道
理

を
知
得
せ

る
君
子
者
」

と
は
い

か
な
る
人

か
？

に
つ
い
て
論
及

し
て
い
る
場
合

が
殆

ど
で

あ
る
。

『
論
語
』

で
は
「
知
者
」

は
「
仁
者
」

に
対
置

さ
れ
、
例
え

ば
「
知
者

は

惑
わ
ず
、
仁
者
は
憂
え
ず
。
…
…
」
（
子
罕
第
九
）
と
か
、
「
知
者
は
水
を
楽
し

む

。
仁

者
は
山

を
楽
し
む
。
…
…
」
（
雍
也
第
六
）

等
と
い
う
。
周
知
の
如
く
、

『
論
語
』

に
録
せ
ら
れ

た
孔
子
の
言
行
の
帰
す

る
と
こ
ろ
は
、
仁

を
体
得
し

た
君
子

者
た
ら

ん
こ
と

を
目
指
し

た
も
の
で
あ
り
、
仁
を
も
っ
て
孔
子
教
学

の
中
心

と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
は
「

知
者
」
と
「
仁
者
」
と
、
と
も

に
言
及

さ
れ
て
も

、「

仁
者
」

を
も
っ
て
よ
り
高
い
境

位
に
あ
る
者
と

孔

子

が
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
一
般
的
に
類

推
さ
れ
得

る
の
で
あ
る

が
、

実
際
に
そ
の
行
文

を
考

察
し
て
み

る
と
必

ず
し
も
そ
う
で
な
く
、
両

者
は
そ

れ

ぞ
れ
特

徴
を
も
っ
た
君
子
者
と
し
て
類
型
的
に
挙
げ
ら
れ
、
優
劣

は
つ
け

2
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ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
し
、「
子

日
く
、
こ
れ
を
知
る
者
は
、
こ
れ
を

好

む
者
に

如

か
ず
。

こ
れ
を
好
む
者

は
、
こ

れ
を
楽

し
む
者
に
如
か
ず
。
」（
雍
也
第
詢
）

の
如
く
、

「
知

る
」
「
好
む
」
「
楽

し
む

」
に
つ
い
て
、
学
問
を
す
る
者
は
、
道
を
楽
し

ん
で
行
う

を
も

っ
て
最
上

と
し
て
い
る
例

が
あ
る
。
こ

れ
は
「

仁
者
」
と
対

置

せ
ら

れ
た
「
知
者
」

で
あ
る
よ
り

は
、
道
を
学
び
道

を
行
う
こ
と
の
進
度

と
か
階
梯

を
い

っ
た
も
の
で
、
学
問

は
単
に
知
識
の
習

得
に
終
る
こ
と
な
く

、

実
践
躬
行
・
体
認

を
目
的

と
し
て
い
た
か
ら
、
学
者
の
自
強
不

息
を
求
め
た

も
の
と
解
し
た
方

が
適
切
で

あ
ろ
う
。

さ
ら
に
孔
子
は
、
弟
子
の
樊

遅
が
仁

を
問

う
た
と
き
「
人

を
愛

す
」
と
応

え
、
知
を
問
う
て
は
「
人
を
知

る
」
と
応
え

た
。
樊
遅

は
そ

の
意
味

が
よ
く

わ
か
ら
ず
再

び
問

う

と
、
「
直
き

を
挙

げ
て
諸

を
枉
れ

る
に

錯
け
ば
、
能
く

枉
れ
る
者
を
し
て
直

か
ら
し
む

。」

と
応
え
て
い

る
（
顔
淵
第
十
二
）
。
曲

っ
た

材
木
の
上
に
直
平

な
材
木
を
載
せ
て
お
く
と

、
い
つ
の
間
に

か
曲

っ
た
材

も

直
に
な
る
で
は
な
い
か

、「
人
を
知

る
」
と

は
そ
の
よ
う
に
正
直

な
る

人

を

択
び
見
抜
く
こ
と
だ
―
―
と
教
え
た
の
で
あ
る
。
「
知
」
に
は
し
た
が
っ
て
、

択
び
見
抜
く
と
い
う
働
き

が
あ

る
か
ら

、「
義
」
と

か
か
わ

る
。
即

ち

孔
子

は
、
同

じ
く
樊

遅
が
「
知
」
を
問
う
た
と
き
「
民
の
義
を
務

め
、
鬼
神

を
敬

し
て
こ
れ
を
遠
ざ
く
る
は
、
知
と
謂
う

べ
し

。」
（
雍
也
第
六
）

と
応
え
て
い

る
。

朱
子

は
「
力

を
人
道

の
宜
し
き
所
に
用

い
て
、
鬼
神

の
知
る

べ
か
ら
ざ

る
に

惑
わ
ざ
る
は
、知
者

の
事

な
り

。
」
と
注
し
て
い
る
。
人
道

の
宜
（
義

）
と
せ

ら

れ
る
所

を
択

ん
で
こ

れ
が
実
践
（
為

政
）

に
努
め
、
不
宜

（
不
義
）

を
行

わ

ず

、

鬼

神

の

如

く

不

可

知

を
不

可

知

な

る
も

の

と

し

て

こ

れ

に

惑

わ

な

け

れ

ば

、

そ

れ

が

知

者

だ

と

い

う

の

で

あ

る
。

択

び

見

抜

く

知

の

働

き

は

、

事

物

の
理

～

非

理

、

人

道

の

義
～

不

義

の
選

択

知

に

深

め

ら

れ

て

論

ぜ
ら

れ

て

い

る

の
で

あ

る

。

こ
こ

に
孔

子

教

学

＝

儒

学

に

お

け

る
「

知

」

の

内
容

の

方

向

づ

け

が

な

さ

れ

て

い

る

と
解

し

て

よ

い

。
そ

れ
故

、
孔

子
以

後

発
展

し

て
形

成

さ

れ

た
儒

学

派

の
最

も

重

視

す

る
経

典

の

一

つ

で

あ

る

『
大

学
』

（
孔
子
の
弟
子
達
の
形

成
し

た
学
派

の
中

の
い
ず
れ
か
の
人
の
作
。

曽
子
・
子
思

等
の
名
が
あ
げ
ら

れ
る
が
、

確
証

は
な
い
）

の
首

章

に

お
い

て

、

大

学

の

道

の
実

践

の
出

発

点

及

び

帰

着

点

に
「

知

」

の
問

題

が
説

か
れ

て

い

る

こ

と

周

知

の
通

り

で

あ

る
。

こ

の

小

論

は
し

た

が

っ
て

、
『

大

学

』

の
「

致

知

格

物

」

説

に
視

点

を

置

き

、
そ

れ

が
最

も

詳

細

か

つ
論

理

的

に

窮
明

さ

れ

た
宋

代

新

儒

学

派

の

代

表

的

学

者

た

る

朱

子

の
「

致

知

格

物

」
論

に

よ

っ
て

、
右

に

述

べ
た

中

国

的

な

「

知

」

の

問

題

に

つ

い

て

考

察

す

る

こ

と

と

し

た
の

で

あ

る
。

右
に
述

べ
た
『
大
学
』

の
首
章
に
は
以
下

の
よ

う
に
あ

る
。

大
学
之
道

、
在
明
明
徳
、
在
親
民

、
在
止
於
至
善

、
古
之
欲
明
明
徳
於

天
下

者
、
先
治
其
国
、
欲
治
其
国

者
、
先
斉
其
家
、
欲
斉
其
家
者
、
先

脩
其

身
、
欲
脩
其
身
者
、
先
正
其
心

、
欲
正

其
心
者

、
先
誠
其
意
、
欲

誠
其

意
者
、
先
致
其
知
、
致

知
在
格
物
、

物
格
而

后
知
至

、
知
至
而
后
意
誠
、
意
誠
而

后
心
正

、
心
正
而

后
身

脩
、

身
脩
而
后
家

斉
、
家

斉
而

后
国
治

、
国
治
而

后
天
下
平

、
…
…

亅知Γるけおこ匐思国中
冖
０

９
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以
上

が
朱
子
章
句
に
よ

る
『
大

学
』

の
経
文
た

る
第
一
章
の
主
要

部
分
で

、

こ

の
末

尾
に
（
補
足

的
な
）
四
十
字

ほ
ど
の
文

が
続
く
。
朱
子
は
『
大
学
』

を
章

句
に
分

け
て
編
成

し
右

の
第

一
章
を
「

経
」
と
し
、
以
下

を
「

伝
」

の

十
章
に
分
け
て
お
り
、
そ
の
「
伝
」
の
第
五
章
に
当
る
部
分
は
「
格
物
致
知

の
義

を
釈
し
て
今

は
亡
し

。」

と
し
、
そ
こ
で
「

間

、
嘗
て
竊

か
に
程
子
（
伊

川
）

の
意

を
取
り
て
以
て
こ

れ
を
補
う
。
」
と
い

っ
て

、古
典
に
自
己

の
「

格

物
致
知
」
説

を
付
加
し
て
い

る
。
こ

れ
を
『
大
学
』
第
五
章
補
伝
と
い
う
。

朱
子
の
「
格
物
致
知
」
論

は
、『
朱
子
語

類
』

等
に
も
多
く
記
録

さ
れ

て

い

る

が
、『
大
学
』
の
首
章
部
分

と
右

の
「

補
伝
」
は
、
字
数
は
多
く
な

い

に

し
て
も

、
朱
子
の
こ
れ
に
関
す

る
思
想

を
最
も
端
的
に
簡
要

に
示

し
て
い

る
。

「

知
」
に
関
す

る
中
国
的
な
思
想

の
代
表

的
な
ひ
と
つ
と
見
做
し
得

る
も
の

で
あ

る
。
以
下

に
そ
れ
を
掲
げ

、
そ

れ
を
前
掲
『
大
学
』
首
章
と
の
関
連
に

お
い
て
朱
子
の
「

知
」
を
考
察
し
て
み

よ
う
。

所
謂
致
知
格
物
者

、
言
欲
致
吾
之

知
、
在
即
物
而
窮
其
理
也

、
蓋
人
心

之
霊

、
莫
不
有
知
、
而
天
下
之

物
、
莫
不

有
理
、
惟
於
理
有
未
窮

、
故

其
知
有
不
尽
也

、
是
以

大
学
始
教

、
必
使
学
者
即
凡
天
下
之

物

、
莫
不

因
其
已
知
之
理
而
益
窮
之

、
以

求
至

乎
其
極
、
至
於
用
力
之
久

、
而
一

旦
豁
然
貫
通
焉

、
則
衆
物
之
表
裏
精

粗
無
不

到
、
而
吾

心
之

全
体
大
用

無
不
明
矣

、
此
謂
物
格

、
此
謂

知
之

至
也
、

前
掲
首
章

の
表
現
順

序
は

、「
古

の
明

徳
を
天
下

に
明

ら

か
に
せ
ん
と

欲

す

る
者
は
」
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
た
め
に
治
国
↓
斉
家
↓
惰
身
↓
正
心
↓
誠
意

と
、
し
だ
い
に
個
人
の
内
面

の
心
と

か
、
心

の
発
動

と
し
て

の
意

の
在
り
方

に
ま
で
至
り

、
そ
の
「

意
」

を
誠
に
せ

ん
と
欲
す
る
者
は
ま

ず
「

そ
の
知

を

致
す
」
と
い
い

、
最
後

に
「
知

を
致
す
は
物
に
格
る
に
在
り
」

と
い
っ
て
こ

の
文

を
結

ん
で
い
た
。
心

を
正
す
に
は

、
ま
ず
心
の
発
動

と
し
て

の
意

を
誠

に
せ
よ

、
意

を
誠
に
す

る
に

は
、
ま

ず
み
ず
か
ら
の
知
を
推

し
極

め
尽
く
せ

、

と
い
う
の
で
あ

る
。「

知

を
致
す
」
と
は

、

結
局
、

知

を
致
す

、
知

を
獲
得

し
尽
く
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り

、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
が
意

は
誠

に
な
り

、
か

く
し
て

わ
が
心
も
正

さ
れ

る
と
さ
れ

る
。
こ
の
場
合
の
「

誠
」

は
、
倫
理

的

意
味

を
直
接
に
あ
ら
わ
す
の
で

は
な
く

、
む
し
ろ
心
の
働

き
と
し
て

の
意

が

空
虚
に
（
妄
想
・
幻
影
的

に
）
働
く
の
で
な
く
、
現
実
的
に
内
容

を
も

っ
て

働
く
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
心

が
空
虚
で
な
く
、
内

実
を
も
ち

、
そ

れ
に

満
た

さ
れ
て
（
意
と
し
て
）
働
く
と
き

、
そ
の
心
は
正

し
く
働
く

、
そ

し
て

そ
の
心
～
意
に
内
実
を
与
え
る
た
め
に
は
、
具
体
的
な
物
に
格
（
至
）
り
つ

け
―
―
と
い
う
の
で
あ
る
。

か
く
し
て

、『
大
学
』
首
章

の
述

べ
る
と
こ
ろ

は
、

明

徳
と
い
う
人

心
の

本
性

の
働
き

を
天
下
に
顕
現
す

る
そ
の
根
本
な
い
し
出
発
点

の

と

こ

ろ

に

「
知
」

を
お
き

、
そ
れ

が
物

と
密
接

に
結

び
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し

、
今
日

わ
れ

わ
れ
が
み

て
も
そ
う
で

あ
る
が
、
首
章
の
こ
の
論
理
、

つ
ま
り
明
徳

を
（
天
下

に
）
明
ら

か
に
す

る

こ

と
、（
中

間
を
省
い
て
）
心

を
正
す
こ
と

、
意
を
誠

に
す

る
こ
と

、
知

を
致
す
こ
と
、
物
に
格
る
こ
と

―
等
々
の
文
言
に
内
包
さ
れ
て
い
る
論
理
的
関
係
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
解

や
解
釈

が
知
識
学
的

に
成
立

し
得

る
。
宋
代
以

降
、
朱
子

学
に
王

陽
明

が
思

想
的
に
対
立
し

た
の
は

、
こ
こ

に
起
因
す
る
。
そ
こ
で

、
ま

ず
朱
子
の
右

の
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第
五
拿
補
伝
を
考
察
し
よ
う
。

論
理
の
要

点
は
①
「
知

を
致
す
は
物
に
格

る
に
在
り
」

と
は
、
わ
れ
の
知

識
を
致
く
そ
う
（
推
し
極

め
よ
う
）

と
す

る
の
は

、
物

に
即

い
て
モ

の
理

を

窮
め
る
こ
と
に
あ
る
。
②
何

と
な
れ

ば
、
人
の
心
の
霊
れ

た
働

き
に
は
、
必

ず
知
る
と
い
う
働
き

が
あ

る
し

、
天
下

の
物
に
は
必

ず
理

が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
③
た
だ
し
、
理

を
ま

だ
十
分
に
窮

め
な
い
か
ら

、
知
（
識
）

も
尽
く

さ

れ
な
い
の
で
あ
る
。
④
そ
こ
で
大
学
に
お
け

る
第
一

の
教
え

は
、
必

ず
学

者

を
し
て
、
天
下

の
物
す

べ
て

に
つ
い
て

、
す
で
に
得
て
い

る
理

と
し
て
の
知

に
よ
っ
て
、
益
々
こ
れ
を
窮
め
て
モ
の
極
に
至
る
こ
と
を
求
め
る
。
⑤
こ
の

よ
う
な
努
力
を
久
し
く
継
続
し
て

、
一
旦
豁
然
と
し
て
貫
通
す

れ
ば
（

わ
が

知
は
）

す
べ
て
の
物

の
表
裏
に
も
精
粗
に
も
ゆ
き
わ

た
り

、
そ
れ

に
よ
っ
て

、

わ
が
心

の
全
体
も
そ
の
大
い

な
る
用
も
明
ら

か
に
な

る
。
こ
れ

が「
物
格

る
」

（
物

が
わ
れ
に
や

っ
て
く

る
）

と
い
う
こ
と
で
あ
り

、
こ

れ
が「

知
の
至

る
」

（
知

が
わ
れ
に
や

っ
て
く

る
）

と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

そ
こ
で
右
の
朱
子
補
伝

の
論
理

を
さ
ら

に
考
察

し
て
み

る
と
、
朱
子

は
①

と
②
か
ら
し
て
、
人

の
心

に
は
本
来
知

る
と
い
う
霊

れ
た
働

き
が
あ
り
、
他

方
、
（
わ
れ
の
心
の
外

な
る
）
物

に
は
理

が
あ

る

か

ら

、
わ
が
心
の
知
る
と

い
う
働
き
を
推
し
極

め
よ

う
と
す

る
こ
と
は

、
結
局

わ
れ

の
外

な
る
物
の
理

を
窮
め
よ
―
―
と
い
う
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
③
と

④
か
ら
、
わ
れ
の
知

が
未

だ
十
分

に
尽
く

さ
れ
な
い
（
獲
得

さ
れ
な
い
）

と

い
う
こ
と
は
、
物
の
理
を
十
分
に
窮

め
て
い
な
い
こ
と
に

な
る
か
ら

、
わ
れ

の
知
を
十
全
に
得
る
（
極

め
る
）
た

め
に
は
、
既
（
已
）
知

の
理

、
つ
ま
り

す

で

に

把

握

獲

得

さ

れ

た

理

と

し

て

の

知

に

よ

っ

て

、

益

々

物

の

理

を

窮

め

て

ゆ

き

、

遂

に

そ

れ

を

窮

め

尽

く

す

必

要

が

あ

る

。

そ

こ

で

⑤

は

何

を

意

味

す

る

か

。

④

の

努

力

が

久

し

く

継

続

さ

れ

る

と

、

そ

の

結

果

と

し

て

ひ

と

た

ぴ

豁

然

と

し

て

開

け

貫

通

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

物

の

理

が

す

べ

て

窮

め

尽

く

さ

れ

る

と

い

う

。

①

の

「

物

に

即

い

て

理

を

窮

め

る

」

と

い

う

こ

と

は

、

わ

が

心

の

霊

な

る

知

の

働

き

が

、

外

へ

、

物

へ

と

向

か

っ

て

い

く

こ

と

を

意

味

す

る

。

す

る

と

。

⑤
の
一
旦
豁
然
貫
通
す
れ
ば
「
衆
物
の
表
裏
精
粗
到
ら
ざ
る
な
し
」
と
は
、

外

へ

物

へ

と

向

か

っ

て

い

っ

た

窮

理

の

営

み

が

、

豁

然

貫

通

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

あ

ら

ゆ

る

物

の

表

裹

精

粗

に

ゆ

き

わ

た

ら

な

い

こ

と

が

な

い

（

ゆ

き

わ

た

る

）
、

し

た

が

っ

て

、

衆

物

の

理

が

窮

め

尽

く

さ

れ

る

、

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

し

か

も

①

に

よ

っ

て

、

衆

物

の

理

が

窮

め

尽

く

さ

れ

る

と

い

う

こ

と

は

、

と

り

も

な

お

さ

ず

。

わ

れ

の

知

が

推

し

極

め

ら

れ

、

獲

得

し

尽

く

さ

れ

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

か

く

し

て

、

こ

こ

で

の

朱

子

の

所

論

を

端

的

に

要
約
す
れ
ば
、
わ
が
心
が
窮
理
へ
向
か
っ
て
、
外
へ
拡
が
っ
て
い
く
こ
と
は
、

直

ち

に

ま

た

、

わ

が

内

な

る

心

の

知

が

充

実

さ

れ

充

足

さ

れ

て

い

く

こ

と

を

意
味
す
る
。
外
へ
拡
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
を
充
た
す
―
―
と
い
う
論
理
が

こ

こ

に

存

す

る

の

で

あ

る

。

故

に

朱

子

は

「

わ

が

心

の

全

体

大

用

明

ら

か

な

ら

ざ

る

な

し

」

と

い

い

、

物

の

理

が

窮

め

尽

く

さ

れ

（

理

の

全

体

が

把

握

さ

れ

）

れ

ば

、

わ

が

内

な

る

心

の

全

体

も

大

い

な

る

用

も

明

ら

か

に

な

る

と

い

う

。

つ

ま

り

、

外

へ

向

か

う

こ

と

は

内

へ

向

か

う

こ

と

、

内

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

は

外

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

、

と

い

う

論

理

と

な

る

。

ｊ知厂るけおに想思国中
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と
こ
ろ
で
朱
子
は
補
伝
の
末
尾

に
こ
の
こ

と
を
「

此
れ

を
物
格

る
と
い
い
、

此
れ
を
知
の
至

る
と
い
う
」
と
結

ん
で

い
る
。
他
方

、『
大
学
』
首
章

の

注

に
お
い
て
朱
子

が
「

物
格

る
と
は

、
物
理

の
極
処
到
ら

ざ
る
な
き

な
り
」
と

い
い
、「

知
至
る
と
は

、
吾

が
心

の
知

る
所
尽
く

さ
ざ

る
な
き

な

り

」
と
述

べ
て
い
る

が
、
端
的

に
い

え

ば
、「

物
格

」
と
は
、
物
（

の
理
）

に
い
た
り

つ
く

と
い
う
意
味
で

あ

り

、「
知
至

」
と
は
、
心

の
知

が
尽

く
さ
れ
る
と
い

う
意
味
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り

、
外

な
る
物

の
理

を
窮

め
尽
く
す
こ

と

が
、
内

な
る
心
の
知
を
極
め
尽
く
す
こ
と
で
あ
る
―
―
と
い
う
論
理
の
筋
を
述
べ
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら

、
補
伝

の
所
論

と
こ

の
『
大
学
』
第
一
章

の
注

と
は
変

る
と
こ
ろ

が
な
い
。
そ
し
て
朱
子

の
所
論

に
沿

っ
て
よ
り
厳
密

に
解
す
る
な

ら

ば
、「

致
知
」
は

、
知

を
い

た

す

、
つ

ま
り
知

を
こ
ち
ら

ま
で
来

さ
せ
る
、

そ
こ
ま
で
い
た
ら
せ

る
の
意
味

に
な
り

、「
在
格
物
」
（
物

に
格

る
に
在
り
）

は

、
そ
の
た

め
に
は

、
物

に
い
た
る
、
行
き

つ
く
こ

と
で

あ
る
、
の
意
味
に

な

る
。
ま

た
、「
物
格
」
（
物
格

る
）

に
つ
い
て

は
、
朱
子

の
経
文

の
注
で
は

「

物
理
の
極
処
到
ら

ざ
る
な
き
な
り
」
と
い
い
、
補
伝
で

は
「

衆
物
の
表
裏

精
粗
到
ら

ざ
る
な
き

な
り

」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
し
て

、
こ
こ
で

の
「

到
」

は
字
義
上
「

目
的

の
場
所

や
時
間
に
と
ど
く
」
「

奥
そ
こ
や
す
み
ま
で
と

ど

く
」

の
意
味

が
あ
る
か
ら

、
物
の
理
に
ゆ
き
と
ど
く
、
衆

物
の
表
裏

精
粗
に

ゆ
き

と
ど
く

、
と
い
う
ニ
ュ
ア

ン
ス

が
強

い
。
こ

れ
に
対

し

て

、「

知
至

」

（
知
至

る
）

は
、
知

が
こ

ち
ら
（

自
分
の
と
こ
ろ
）

ま
で

や
っ
て

く
る
と
い

う
語
義
上

の
ニ
ュ
ア

ン
ス
が
あ
る
。
か
く
し
て

、
朱
子

に
よ

れ

ば
、「

知
を

致
す

は
物
に
格

る
に
在
り
」

は
、
知
を
こ
ち
ら
に
（

わ
が
心

の
内

に
）
や
っ

て
来
さ
せ
る
た
め
に
は
、
（
わ
が
心
の
外
の
）
物
に
ゆ
き
つ
き
な
さ
い
―
―

と
な

り

、

ま

た

「
物

格

り

、
知

至

る
」

は

、
（
外

な

る
）
物

の
理

に

ゆ
き

つ
く

こ
と
は
、
知
が
こ
ち
ら
に
（
心
の
内
に
）
や
っ
て
く
る
こ
と
だ
―
―
の
意
と

な

る

。

以

上

の

所

論

で

重

要

な

こ

と

は

、
①

「

物

（
の

理

）

に

格

る

」

こ

と

に

よ

っ
て

「

物

（

の
理

）

が

（

わ

れ

に
）

い

た

る
」

②

「

知

を

致

す

」

こ

と

に

よ

っ
て

「

知

が

（
わ

れ

に
）

至

る

」
と

解

さ

れ

る
点

、
及

び

③

「

心

に

知

を

得

る
」

こ

と

は

、

「
心

に
理

を

得

る
」

こ

と
、

し

た
が

っ
て

、
「

知

は

理

な
り

」

と
解

さ

れ

る
点

で
あ

る

。

た

だ

、

③

の

「
知

は
理

な
り

」
と

解

さ

れ

る
点

に

つ

い

て

、

こ

こ

で
注

意

し

て

お
く

べ
き

こ

と

は

以

下

の
朱

子

の

言

で

あ

る

。

つ

ま

り

、
『

大
学

』

本

文
で
は
「
知
を
致
す
は
物
に
格
る
に
在
り
―
―
致
知
在
格
物
」
と
あ
っ
て
。

わ

が
知

識

を

致

す

こ

と

は

、
物

に

い

た

る
こ

と

に

あ

る

と

の

み

解

さ

れ

る

の

に

、
朱

子

の
注

で

は

、
「

致

は

推

し
極

め

る
な

り

。

知

は

な

お
識

の

ご
と

し

。

吾

の
知

識

を

推

し
極

め

て

、

そ

の
知

る
所

尽

く

さ
ざ

る
こ

と

な

き

を

欲

す

る

な
り

。
格

は

至

る

な
り

。

物

は

な

お

事

の

ご

と

し
。

事

物

の

理

に
窮

め
至

っ

て

、
そ

の

極

処

到

ら

ざ

る

こ

と
な

き

を

欲
す

る
な

り

。
」

と

し
て

い

る
。

こ

の

注

で

解

る
よ

う

に

、
朱

子

は

、
「
物

は

事

で

あ

る
」

と

い

う

。

こ

れ

は

極

め

て
重

要

な

発

言

で
、

朱

子

に

よ

れ

ば

、
人

が
自

己

の

外

な

る
物

を
物

と
し

て

捉

え

る
こ

と

は

、
す

で

に
単

な

る
自

己

の
外

な

る
物

で

な

く

、

人

の

か

か
わ

っ
た
、
人
が
捉
え
た
物
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
も
は
や
「
事
」
で
あ
る
と
い

う

の
で

あ

る
。

し

た

が

っ
て

、

先

の
注

で

「
事

物

の

理

に
窮

め
至

る
」

と
い



う

と
き

、

す

で

に

こ

の

「

事
物

」

は

、
人

に

よ

っ
て

い

わ

ば
認

識

論

的

・
知

識

学

的

に
　
（
こ
の
用
語
は
西
洋
哲
学
的
な
意
味
内
容
を
も
つ
こ
と
に
な
る
が
、
朱
子

な
い
し
中
国
的
思
想

に
お
い
て
は
、

必
ず
し

も
い
わ
ゆ
る
認
識
論
的
な
も
の
に
限
定
さ

れ
ず
、
実
践
知
の
性
格
を
も
あ
わ
せ
も
っ
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く

。
）
把

捉

さ
れ

た
も

の

を

意

味

す

る
。

そ

こ

で

朱

子

の

思

想

か
ら

す

れ

ば

、

事
物

を
捉

え

る

、

わ

れ

の
外

な

る
物

を
捉

え

る

と

い
う

こ

と

は

、
直

ち

に
そ

の

事
物

の
理

を
捉

え

る
こ

と

を
意

味

し

た

の

で

あ

る
。

朱

子

に

お

い

て

は

、
「

事

」

と

し

て

の

物

は

、
単

な

る

わ
れ

の
外

な

る

（
人

の

か

か

わ

ら

な

い

）

物

で

な

く

、
「
理

を

含

ん

だ

事

と

し

て

の
物

」

で
あ

っ

た
。

朱

子

に

よ

れ

ば

、

た

し

か
に

、

理

は

物

に
内

在

す

る

。

し

か

し

、
そ

の
理

は

、
人

が

そ

の

物

を

把

捉

し

、
「

事

」

と

し

た

と

き

、

は

じ

め

て

「
物

の
理

」

と

な
り

う

る
の

で

あ

る
。

か

か

る
文

脈

の
中

で

、
朱

子

は

『

大

学
』

本

文

の

「

物

に

格

る
」

を
「
物

の

理

に
格

る
」

と

解

し

、

ま

た

「

物

格

っ
て

后

知

至

る

」

と

い

う

右

に
続

く

本

文

の
注

で

も

、

「

物
格

る
と

は

、
物

理

の

極

処

到

ら

ざ

る
な

き

な
り

。
」

と

し

た

の

で

あ

る

。

朱

子

に

お
い

て

「

知

は

理

な

り

」

と

さ

れ

る
理

由

は
以

上

の

論

理

に

よ

る

。

と
こ
ろ
で
先
に
留
意
し
た
要
点
の
①
は
「
物
（
の
理
）
に
格
る
」
こ
と
に

よ

っ
て

「
物

（

の
理

）

が

（

わ
れ

に
）

い

た

る

」

で

あ

っ
た

。

右

の

筆

者

の

理

解

の

よ
う

に

、
朱

子

に

お
け

る
「
物

」
は

「

理

を

含

ん

だ

事

と

し

て

の

物

」

で

あ

る

か
ら

、

人

な

い

し
わ

れ

に

か

か

わ

っ

て

「

物

」

は

「

事

」

と

し

て

、

ま

た

「
物

の
理

」

は

「

事

の
理

」

と

し

て
捉

え

ら

れ

た

。

で

は

、
朱

子

の

理

（
知

と

し

て

の

）

は

、

本
来

ど

こ

に

あ

る

の

か

。

は

じ

め
に

掲

げ

た
『
大

学

』

第

五

拿

補
伝

に

は

、
「

言

う

こ

こ

ろ

は

、
吾

の

知

を

致

さ

ん

と
欲

す

る
は

、

物

に

即

き

て

そ

の

理

を

窮

む

る

に

在

り

。

蓋

し

人

心

の

霊

、

知

あ

ら

ざ

る

な

し

。

而

し

て

天

下

の

物

、

理

あ

ら

ざ

る

な

し

。
」

と

あ

っ

た

。

朱

子

は

ま

た

、

「

一

物

に

一

理

あ

り

」

と

も

い

っ

た

。

こ

の

表

現

か

ら

す

れ

ば

、

朱

子

で

は

わ

れ

の

外

な

る

「

物

」

（

そ

れ

は

先

に

述

べ

た

よ

う

に

「

理

を

含

ん

だ

事

と

し

て

の

物

」

で

は

あ

っ

た

が

）

に

理

が

あ

る

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

し

か

も

反

面

ま

た

朱

子

は

「

心

は

万

理

を

包

み

、

万

理

は

一

心

に

具

わ

る

」

（

朱

子

語

類

巻

九

・

学

三

）

と

い

う

。

こ

の

両

方

の

表

現

に

よ

っ

て

、

朱

子

の

理

は

「

外

な

る

物

の

理

」

と

し

て

の

客

観

存

在

性

と

、

「

内

な

る

心

の

理

」

と

し

て

の

主

観

内

在

性

の

二

面

を

も

つ

こ

と

に

な

る

。

こ

の

二

面

的

性

格

は

、

朱

子

に

お

い

て

ど

の

よ

う

に

統

一

さ

れ

て

い

る

の

か

。

あ

る

い

は

ま

た

、

こ

の

両

面

性

は

、

い

か

な

る

論

理

に

よ

っ

て

関

連

づ

け

ら

れ

る

の

か

。

さ

ら

に

、

前

掲

補

伝

に

お

い

て

、

朱

子

は

「

蓋

し

人

心

の

霊

、

知

あ

ら

ざ

る

な

し

」

と

い

う

。

人

の

心

に

は

、

既

に

「

知

」

～

「

知

る

働

き

」

が

あ

る

と

す

れ

ば

、

右

に

述

べ

た

「

内

な

る

心

の

理

」

「

心

の

知

」

と

、

「

外

な

る

物

の

理

」

と

は

ど

の

よ

う

に

か

か

わ

る

の

で

あ

ろ

う

か

。

こ

こ

に

端

倪

す

べ

か

ら

ざ

る

朱

子

の

言

が

あ

る

。

即

ち

「

明

徳

は

人

の

天

に

得

る

所

に

し

て

、

虚

霊

不

昧

、

以

て

衆

理

を

具

え

て

万

事

に

応

ず

る

者

な

り

。
」

と

い

う

。

「

明

徳

」

と

は

、

人

の

心

の

全

徳

（

全

き

、

す

ぐ

れ

た

働

き

～

能

力

）

と

し

て

の

人

の
（

本

性

）
、

こ

こ

で

は

、

い

わ

ば

純

粋

認

識

能

力

、

意
識
以
前
の
意
識
、
働
き
以
前
の
働
き
―
―
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
し
た

が

っ

て

「

虚

」

で

あ

る

。

し

か

し

、

そ

れ

は

Ｎ

ｉ
ｃ
ｈ

ｔ
ｓ

で

は

な

い

。

可

能

的

（

潜

在

的

）

に

霊

れ

た

働

き

を

も

ち

、

明

る

い

。
「

不

昧

」

と

は

明

の

意

で

亅知厂

卜るけおに想思国中
ｑ

″

９

一
・



あ

る

。

一
方
に
お
い
て
照
ら
す
力
を
も

っ
て
い

る
こ
と
で

あ
り

、
他
方

に
お

い
て
写
し
取
る
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
「
照
ら
し
―
―

写

し
取

る
働
き
」
こ
そ

が
、
内
外
・
主
客
に
統
一
あ
ら
し

め
る
運
動

で
あ
る
。

こ

の
際

、
統
一
は
、
主
ま
た
は
客
、
あ
る
い
は
内
な
る
側

、
外

な
る
側

の
い

ず
れ
か

Ｉ
偏
に
お
い
て
為
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
主
と
客

、
内

と
外

の
歩
み

よ
り

に
お
い
て

統
一
は
成
る
。
主
が
主
と
し
て
、
客

が
客
と
し
て
そ
こ

に
止

ま

る
限
り

統
一

は
成
り
立
た
な
い
。
照

ら
し
、
写

し
取
る
運
動
は

、
た
し

か

に

わ
が
主
体

に
お
い
て
為

さ
れ
る
が
、
し

か
し

、
そ
れ

が
可

能
で
あ

る
た
め

に

は
、
主

の
側

は
主
に
お
い
て
の
み

凝
着

し
て

は
な
ら

な
い
。
客
も
ま
た
然

り
。
か
く
し
て

、
こ
の
統

一
は
「
主

は
照
ら
し

な
が
ら
外

（
客

）
へ
出

る
こ

と
に
よ
っ
て
、
外

を
写

し
取
り

、
客
（
外
）
は
主
（
内
）

へ
歩
み

よ
る
こ

と

に
よ
っ
て

、
主
の
側

か
ら
照
ら
し
出

さ
れ

る
」
こ

と
だ
と
い
え

よ
う
。
故

に
、

そ
の
働

き
～
運
動

を
可

能

な
ら

し
め
る
本
体
（
こ
こ
で

は「
明

徳
」
、
人

の
本

性
）

は
、
つ
ね
に
「
虚
」
「
霊
」
「
不
昧
」
で
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
運
動
に
よ

っ
て

、
は
じ

め
て
物
は
物
と
し
て

、
あ

る
い
は
。

「

実
の
物
」
と
し
て
成
り

立
つ
。
い
う
ま
で
も
な
く

、
こ
こ
で

右
の
運
動

に

お
い
て
捉

え
ら
れ
た
物
は

、
先
に
述

べ
た
事
と
し
て
の
物
で
な
け

れ
ば
な
ら

ぬ
。で

は
、
外

な
る
物
の
理
と
内

に
具
わ
っ
て
い
る
衆
理
と
は
い

か
に
か
か
わ

る
か
。
先

の
論

述
か
ら
し
て
、
内

な
る
心
の
理

は
そ
れ
の
み
で
は
「
空
理
」

で

あ
り

、「
無

意
味
」
で

あ

る
。
外

な
る
事
物

の
理
も
、
主
体
の
内
な

る
理

へ
歩
み
よ
ら
な
け

れ
ば
「

事
と
し
て
の
物

の
理

」
と
な
り
得
な
い
。
理

が
、

実

理

な

い

し

真

の

理

と

し

て

在

る

（

捉

え

ら

れ

る

）

た

め

に

は

、

内

外

・

主

客

の

分

裂

か

ら

統

一

へ

向

か

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

内

な

る

理

（

明

徳

）

は

、

虚

霊

不

昧

の

明

る

さ

を

も

っ

て

、

外

へ

向

か

っ

て

事

物

の

理

を

照

ら

す

。

そ

れ

に

よ

っ

て

、

本

来

具

え

も

っ

て

い

た

理

に

「

意

味

」

が

与

え

ら

れ

る

。

逆

に

、

物

に

内

在

す

る

理

は

、

そ

の

ま

ま

で

は

理

と

し

て

発

見

さ

れ

て

い

な

い

。物

が

心

に

写

し

取

ら

れ

た

よ

う

に

、

事

物

の

理

が

心

の

本

体
（

明

徳

、

性

）

の

明

に

照

ら

さ

れ

な

が

ら

写

し

取

ら

れ

る

こ

と

に

よ

っ

て

、
「

実

理

と

し

て

の

物

の

理

」

と

な

る

。

故

に

、

統

一

に

よ

っ

て

捉

え

ら

れ

た

「
実

理

」

か

ら

み

れ

ば

、

内

へ

向

か

っ

て

は

心

の

理

（

無

意

味

に

し

て

空

虚

な

る

理

）

が

あ

り

、

外

へ

向

か

っ

て

は

物

の

理

（

未

発

見

の

理

）

が

あ

る

と

い

う

よ

う

に

論

理

的

に

は

解

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

以

上

の

よ

う

に

朱

子

の

論

理

を

追

い

、

且

つ

そ

れ

を

理

解

し

て

き

て

、

最

後

に

「

知

」

と

の

関

連

を

整

理

し

て

み

よ

う

。

人

心

の

霊

れ

た

働

き
（

明

徳

）

に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
そ
の
「
照
ら
し
―
―
写
し
取
る
働
き
」
に
よ
っ
て
、
未

だ

人

（

の

心

）

の

か

が

わ

っ

て

い

な

か

っ

た

（
外

）

物

が

、
「

実

の

物

」
「

実

の

事

」

と

し

て

捉

え

ら

れ

成

立

し

た

。

し

た

が

っ

て

、
『
大

学

』
首

章

の

「

致

知

在

格

物

」

か

ら

す

れ

ば

、

右

の

明

徳

（

人

心

の

霊

）

に

よ

っ

て

捉

え

ら

れ

た

「

実

の

物

」

は

、

す

で

に

「

物

に

格

っ

て

」

得

ら

れ

た

「

知

」

そ

の

も

の

で

あ

る

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

ま

た

、

朱

子

の

補

伝

や

『

大

学

』

首

章

の

他

の

注

か

ら

す

れ

ば

、

同

じ

く

右

の

明

徳

の

働

き

に

よ

っ

て

得

ら

れ

た
「

実

理

」

は

、

そ

の

ま

ま

「

知

」

そ

の

も

の

で

あ

る

と

い

う

こ

と

に

な

る

。



か

く

し

て

、
「

明

徳

」

が

本

来

「

虚

霊

不

昧

」

な

る

明

に

よ

っ

て

、

物

を

照

ら

し

写

し

取

る

と

き

、

そ

の

物

は

事

と

し

て

捉

え

ら

れ

、

人

心

に

知

を

形

成

し

、

さ

ら

に

（
外

）

物

の

理

は

、

意

味

を

も

っ

た

実

理

と

し

て

捉

え

ら

れ

、

同

じ

く

人

心

に

知

を

形

成

す

る

こ

と

に

な

る

。

し

た

が

っ

て

、

す

で

に

得

ら

れ

た

「

知

」
　
（

事

と

し

て

の

理

を

含

ん

だ

物

の

知

）

に

よ

っ

て

、

益

々

わ

れ

の

外

な

る

物

、

な

い

し

物

の

理

に

「

明

徳

」

が

働

き

行

け

ば

、

補

伝

に

お

い

て

朱

子

が

い

う

如

く

、

衆

物

は

す

べ

て

実

物

・

実

事

と

し

て

わ

れ

に

捉

え

ら

れ

て

「

あ

ら

ゆ

る

物

の

事

と

し

て

の

実

知

」

と

な

り

、
し

た

が

っ

て

、
「

あ

ら

ゆ

る

物

の

実

理

と

し

て

の

実

知

」

と

な

る

の

で

あ

る

。

そ

れ

は

換

言

す

れ

ば

、

心

の

明

徳

（

潜

在

的

・

可

能

的

な

純

粋

意

識

）

の

虚

が

充

た

さ

れ

て

実

に

な

る

こ

と

で

あ

り

、
（

外

な

る

）

物

な

い

し

物

の

理

が

、

虚

に

充

た

さ

れ

て

、

最

終

的

に

は

明

徳

と

し

て

の

心

そ

の

も

の

が

実

理

と

な

る

こ

と

で

あ

る

。

朱

子

が

補

伝

末

尾

に

お

い

て

、
「

…

…

衆

物

の

表

裏

精

粗

到

ら

ざ

る

な

く

、

而

し

て

吾

が

心

の

全

体

大

用

明

ら

か

な

ら

ざ

る

な

し

。
」
と

は

右

の

こ

と

を

い

う

の

だ

と

解

さ

れ

る

。

換

言

す

れ

ば

、

そ

れ

は

補

伝

末

尾

の

「

物
（

が

わ

れ

に

）

格

る

」

こ

と

で

あ

り

、
「

知

が

（

わ

れ

に

）

至

る

」

こ

と

な

の

で

あ

る

。

単

な

る

外

物

と

し

て

の

物

が

「

実

物

」

と

な

り

、

外

な

る

物

の

理

が

「

実

理

」

と

し

て

捉

え

ら

れ

る

こ

と

が

、

明

徳

（

可

能

的

な

知

の

主

体

）

と

し

て

の

わ

が

心

を

充

足

さ

せ

、

わ

が

心

が

実

知

・

実

理

そ

の

も

の

と

な

る

こ

と

で

あ

り

、

そ

れ

に

よ

っ

て

、

わ

が

心

の

発

動

と

し

て

の

「

意

」

も

実

＝

誠

と

な

り

、

意

が

誠

に

な

れ

ば

心

が

正

さ

れ

、

心

が

正

さ

れ

れ

ば

身

は

脩

ま

り

、

わ

が

身

が

脩

ま

れ

ば

家

は

斉

え

ら

れ

、

各

々

の

家

が

斉

え

ぱ

国

は

治

ま

り

、

国

が
治
ま
る
と
い
う
こ
と
は

、
人
々
の
「
明
徳
」

が
あ
ま
ね
く
天
下

に
明
ら

か

に
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。

か
く
し
て
、
朱
子
の
「
知
」
は
―
―
そ
れ
は
伝
統
的
儒
学
（
こ
こ
で
は
『
大

学
』
を
例
に
と
っ
た
が
）
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
が
―
―
単
な
る
認
識
知

で
な
く
、
実
践
知

と
し
て

の
性
格

を
有
し
て
お
り
、
そ

れ

故

に
、
『
大
学
』

で
も
、
修
己

治
人

の
学

の
実
践
的
展
開
の
出
発
点
と
帰
結
点

と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
所
論

は
比
較
対
照
的
に
王
陽
明

の
そ
れ
に
言

及

し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
が
、
紙
数

も
尽
き
て
い

る
の
で
別
の
機
会
に
ゆ
ず
り

た
い
。
（
以
上
の
論
述
に
関
す
る
詳
細
は
、
拙
著
『
朱
熹
と
王
陽
明
―
―
物
と
心
と
理

の
比
較
思
想
論
―
―
』
国
書
刊
行
会
刊
、
『
李
退
渓
と
敬
の
哲
学
』
東
洋
書
院
刊
を
参

照
せ
ら
れ
た
い
。）

（
た
か
は
し
・
す
す
む
、
倫
理
学
・
東
洋
倫
理
思
想
史
、
筑
波
大
学
教
授
）

亅知Γるけおに想巴国中
ＩＩＱ

り
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